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『
古
事
記
』

の
世
界

|
|
神
・
人
・
世
界
観
を
め
ぐ
っ
て
|
|

渡

漫

正

人

は
じ
め
に

『
古
事
記
』

の
持
つ
問
題
点
は
数
々
あ
る
が
、
今
回
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
神
観
念
や
世
界
観
で
あ
ろ
う
。
『
古
事
記
』

そ
の
後
の
歴
史
の
中
で
、
埋
も
れ
て
い
た
時
期
も
あ
る
が
、
ま
た
あ
る
時
は
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
時
期
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
し

て
も
、
中
世
以
降
、
総
じ
て
日
本
の
思
想
や
神
道
な
ど
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の
出
発
点
と
な
っ
た
『
古
事
記
』
は

ど
の
よ
う
な
意
図
に
基
づ
い
て
編
纂
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
、
記
紀
に
み
え
る
神
観
念
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
な
ど
と
い
っ
た

こ
と
に
絞
っ
て
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
い
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
記
紀
に
み
る
神
観
念
な
ど
と
い
う
だ
け
で
も
大
変
な
問
題
で
あ
る
で
、
本
日
は
神
観
念
の
把
握
に
つ
い
て
の
研
究
を

ふ
た
つ
の
方
向
に
わ
け
で
そ
の
代
表
的
な
見
解
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

そ
の
ふ
た
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
は
、

は
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O
神
観
念
の
基
盤
と
な
る
よ
う
な
伝
統
的
な
思
考
方
法

zラ8

O
作
ら
れ
、
整
備
さ
れ
て
い
く
神
観
念

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
日
本
神
話
の
中
か
ら
抽
出
で
き
る
神
へ
の
志
向
と
で
も
い
っ
た
ら
よ
い
よ
う
な
、

神
観
念
の
基
盤
と
な
る
よ
う
な
伝
統
的
な
思
考
方
法
に
つ
い
て
で
、
も
う
ひ
と
つ
は
古
代
、
こ
の
記
紀
の
時
代
に
作
ら
れ
、
整
備
さ
れ
て
い

く
神
観
念
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
ら
は
、
要
す
る
に
、

た
と
え
ば
記
紀
の
編
纂
さ
れ
た
時
代
を
境
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
神
観

念
の
形
成
に
つ
い
て
と
、
記
紀
の
編
纂
に
伴
っ
て
整
備
さ
れ
、
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
も
の
、
と
い
う
歴
史
的
な
展
開
相
と
し
て
も
見
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

神
観
念
の
問
題
と
い
っ
て
も
、
ま
ず
は
こ
の
よ
う
に
記
紀
以
前
と
以
後
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
る
の
で
、
そ
の
点
を
注
意
し
て
お
き
た
い

と
思
う
。

記
紀
の
研
究
史
概
観

『
古
事
記
』
は
現
存
で
は
日
本
最
古
の
歴
史
書
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
。
和
銅
五
年
(
七
二
一
)
に
成
立
す
る
。
三
巻
の
構
成
で
、
上
巻
は
神
代

で
、
世
界
の
初
め
か
ら
神
武
天
皇
の
誕
生
ま
で
、
中
巻
は
神
武
天
皇
か
ら
応
神
天
皇
ま
で
、
下
巻
は
仁
徳
天
皇
か
ら
推
古
天
皇
ま
で
の
記
事
を

収
め
る
。
天
武
天
皇
が
稗
田
阿
礼
に
語
習
さ
せ
た
帝
紀
・
本
辞
を
、
元
明
天
皇
の
命
に
よ
り
太
安
万
侶
が
筆
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
古
事
記
』
編
纂
の
八
年
後
に
『
日
本
書
紀
』
が
完
成
す
る
。
だ
い
た
い
『
記
紀
』
と
併
称
さ
れ
る
こ
の
二
つ
の
書
は
、
共



通
点
も
多
く
、
成
立
年
代
も
近
い
こ
と
か
ら
強
い
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
『
古
事
記
』

は
和
風
漢
文
で
書
か
れ
た
紀
伝
体
、
『
日
本
書

紀
』
は
純
粋
漢
文
で
書
か
れ
た
編
年
体
、
と
い
う
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
扱
う
時
代
も
『
日
本
書
紀
』

の
方
、
が
長
い
が
基
本
的
に
は
ほ
と
ん

ど
同
じ
だ
と
い
っ
て
も
良
い
。
そ
し
て
、
な
に
よ
り
も
多
少
の
違
い
は
あ
っ
て
も
両
者
に
共
通
す
る
伝
承
が
か
な
り
の
分
量
に
の
ぼ
っ
て
い

る
。
ち
な
み
に
、
『
日
本
書
紀
』
は
三
十
巻
の
構
成
で
、
養
老
四
年
(
七
二

O
)
の
成
立
し
た
。
他
に
系
図
一
巻
が
あ
っ
た
が
今
は
そ
れ
は
伝
わ

っ
て
い
な
い
。
元
正
天
皇
の
命
に
よ
り
、
舎
人
親
王
ら
が
撰
録
し
た
も
の
で
、
扱
う
時
代
は
『
古
事
記
』
よ
り
も
長
く
神
代
か
ら
持
統
天
皇

ま
で
で
あ
る
。

こ
う
し
た
共
通
点
の
多
い
両
書
ゆ
え
の
『
記
紀
』
と
い
う
併
称
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
こ
の
二
つ
は
同
じ
よ
う
な
伝
承
源
を
持
つ
ふ
た
ご
の

よ
う
に
も
思
わ
れ
て
き
て
い
た
。
だ
か
ら
、
両
書
に
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
そ
れ
は
出
自
資
料
の
違
い
で
あ
る
と
か
、
『
日
本
書
紀
』

文
の
潤
色
に
よ
る
相
違
で
あ
ろ
う
、

と
か
、
個
々
の
問
題
点
と
し
て
把
握
さ
れ
、
二
つ
の
書
の
根
本
的
な
相
違
に
よ
る
も
の
か
ら
生
じ
た
も

の
だ
と
は
考
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
最
近
の
研
究
で
は
、
こ
の
両
書
を
別
の
編
纂
意
図
に
基
づ
い
た
の
だ
か
ら
区
別
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
。

そ
れ
は
、
第
一
番
目
に
は
、
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が

『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
は
歴
史
書
と
し
で
か
か
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
点
に

あ
る
。
そ
し
て
、
何
の
歴
史
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
日
本
と
い
う
国
を
天
皇
家
が
支
配
す
る
こ
と
の
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
の
も
の
だ
。

け
っ
し
て
、
単
純
に
日
本
の
歴
史
を
書
き
記
し
た
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
天
地
創
世
の
由
来
か
ら
語
り
は
じ

め
、
日
本
の
国
が
で
き
て
い
く
様
子
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
天
皇
家
が
支
配
す
る
た
め
の
「
日
本
」
以
外
の
何
も
の
で

の
漢

『古事記』の世界2ラ9



も
な
い
。
そ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
産
物
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
が
記
紀
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ
が
両
書
の
性
格
を
分
け
る
大
き
な

理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
同
一
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
表
象
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
に
も
八
年
の
聞
に
二
つ
の
歴
史
を
書
く
必
要
は
な
い
か
ら
で
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あ
る
。

ま
し
て
や
、
『
日
本
書
紀
』
は
長
大
で
あ
る
か
ら
、
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』

の
編
纂
時
期
は
確
実
に
重
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
、
そ
の
点
か
ら
も
二
つ
の
歴
史
が
書
か
れ
る
理
由
が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
見
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
」
と
を
「
記
紀
」
と
一
括
し
て
呼
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、

い
ま
、
上
代
研

究
の
中
で
は
こ
れ
ら
は
別
物
で
、
同
じ
と
考
え
る
の
は
お
か
し
い
と
し
て
、
〈
『
古
事
記
』

の
世
界
〉
〈
『
日
本
書
紀
』

の
世
界
〉
と
別
立
て
で

考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
関
連
す
る
事
項
と
し
て
、
近
代
か
ら
の

『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』

の
研
究
史
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
実
は

そ
の
ま
ま
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
と
い
う
書
物
に
対
す
る
意
識
の
変
化
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

周
知
の
通
り
、
近
世
後
期
か
ら
明
治
の
近
代
以
降
、
天
皇
制
を
支
え
る
基
礎
と
し
て
記
紀
は
機
能
し
て
き
た
。

い
わ
ゆ
る
神
典
と
し
て
絶

対
祝
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
は
学
問
的
に
記
紀
を
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
状
態
で
あ
っ
た
。
学
問
的

に
は
西
洋
の
科
学
の
移
入
と
い
う
刺
激
に
よ
っ
て
、
記
紀
研
究
に
も
科
学
的
方
法
が
導
入
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
近
代
社
会
の
未
成

熟
と
国
家
の
絶
対
主
義
的
権
力
的
支
配
の
も
と
に
あ
っ
て
、
自
由
な
研
究
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
、

近
代
的
批
判
的
研
究
の
糸
口
を
つ
か
み
、
昭
和
に
な
っ
て
、

と
く
に
戦
後
に
な
っ
て
そ
う
し
た
方
向
が
開
花
す
る
、
と
い
っ
た
流
れ
が
あ
る
。

さ
て
、
戦
後
に
な
る
と
そ
う
し
た
神
典
と
い
う
前
提
が
完
全
に
崩
れ
、
本
格
的
な
研
究
が
始
ま
っ
て
く
る
。
戦
前
に
そ
う
し
た
萌
芽
は
見

ら
れ
る
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
国
家
権
力
の
も
と
で
制
約
を
受
け
つ
つ
行
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
そ
こ
か
ら
自
由
に
な
り
大
き
く
発
展



し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
研
究
方
法
に
も
国
文
学
の
み
な
ら
ず
、
神
話
学
、
歴
史
学
、
民
俗
学
、
国
語
学
、
宗
教
学
、
心
理
学
、
考
古
学
、

人
類
学
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
が
導
入
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
『
古
事
記
』

の
成
立
、
歴
史
的
背
景
、
表
現
、
比
較
神
話
的
特
質
な
ど
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
流
れ
の
大
き
な
一
つ
に
、
『
古
事
記
』
が
い
か
に
生
み
出
さ
れ
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
の
に
、
そ
の
た
め
に
『
古

事
記

の
原
形
と
も
い
え
る
神
話
的
歴
史
的
世
界
を
復
元
し
よ
う
、
と
い
う
方
向
が
あ
っ
た
。

今
日
、
記
紀
、

つ
ま
り
『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』
と
い
っ
た
書
物
が
当
時
の
神
話
や
伝
承
を
素
朴
に
記
録
し
た
も
の
だ
と
考
え
る
人

は
一
人
も
い
な
い
だ
ろ
う
。
記
紀
の
特
質
を
一
言
で
い
え
ば
先
に
も
述
べ
た
が
、
さ
ら
に
言
え
ば
「
政
治
的
な
要
求
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
歴

史
書
」
と
い
う
事
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
、
当
時
あ
っ
た
神
話
や
伝
承
を
い
わ
ば
「
の
り
と
は
さ
み
」
で
切
り
接
ぎ
し
て
、

と
い
う
国
を
天
皇
家
が
支
配
す
る
こ
と
の
正
当
性
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
記
紀
の
、
き
わ
め
て
政
治
的
な

性
質
を
見
据
え
つ
つ
、
あ
る
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
れ
以
前
の
神
話
や
伝
承
を
復
元
し
よ
う
と
い
う
す
る
動
き
と
な
っ
て
い
く
。

こ
う
し
た
流
れ
に
は
、

ひ
と
つ
に
は
戦
前
の
神
典
意
識
の
反
動
が
あ
っ
て
、
神
典
と
し
て
の
『
古
事
記
』
を
解
体
し
て
ゆ
く
た
め
に
、

『
古
事
記
』

の
伝
承
を
解
体
し
分
析
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
学
問
的
に
は
、
こ
う
し
た
『
古
事
記
』

の
解
体
は
、
成
立
論
や
歴
史
的
意

義
の
解
明
に
役
立
っ
て
き
た
。
こ
と
に
歴
史
学
の
分
野
か
ら
い
え
ば
、
民
間
に
ご
く
普
通
に
流
布
し
て
い
た
神
話
や
伝
承
が
、
国
家
に
吸
い

上
げ
ら
れ
、
変
質
し
て
い
く
動
き
そ
の
も
の
が
デ
ィ
ス
ポ
テ
イ
ズ
ム
の
成
立
を
表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
神
話
や
伝
承
の
変
質

化
の
過
程
を
知
る
上
で
も
、

ま
ず
原
形
を
復
元
す
る
作
業
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
や
が
て
そ
う
し
た
方
法
に
も
一
つ
の
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
。

つ
ま
り
、

い
く
ら
原
形
を
復
元
し
て
み
よ
う
と
し
て
も
、
そ

日
本

『古事記』の世界261 



れ
に
は
確
実
性
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
を
比
較
し
て
伝
承
を
見
て
も
、
そ
れ
以
上
の
資
料
は
な
く
、
こ
れ
が

そ
の
元
の
伝
承
で
す
、
な
ど
と
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
ま
り
、
記
紀
を
分
割
し
て
み
て
も
政
治
的
影
響
を
う
け
て
い
な
い
素
朴
な
神
話

262 

的
世
界
な
ど
復
元
で
き
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
「
記
紀
」
と
一
括
し
て
呼
ぶ
そ
の
呼
び
方
に
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
書
物
を
同
一
線
上
に
置
い
て

考
え
て
は
い
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
始
め
た
。
従
来
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
は
「
記
紀
」
と
一
括
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
き
た
。

そ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
作
ら
れ
た
年
代
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
や
、
伝
承
の
内
容
や
構
成
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
事
に
拠
っ
て
い

た
わ
け
で
あ
る
。
『
古
事
記
』

に
も
あ
る
伝
承
が

「
日
本
書
紀
』

に
も
あ
り
、
『
古
事
記
』

に
は
な
い
伝
承
が
『
日
本
書
紀
』

に
は
あ
る
こ
と

か
ら
、
研
究
は
こ
れ
ら
を
同
じ
神
話
的
歴
史
的
伝
承
の
世
界
か
ら
成
立
し
た
同
質
の
も
の
と
考
え
、

い
わ
ば
相
互
補
完
的
な
資
料
と
し
て
取

り
扱
っ
て
い
た
の
だ
。
先
に
述
べ
た
よ
う
な
原
形
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
記
紀
を
並
べ
て
そ
の
伝
承
の
相
違
を
も
と
に
し
て
い
こ
う

と
い
う
研
究
方
法
は
、
相
互
補
完
的
な
資
料
と
い
う
認
識
だ
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
「
記
紀
」
と
一
括
し
て
扱
う
こ
と
自
体
が
お
か
し
い
、
両
者
は
別
の
作
品
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
別
の
意
図
に
よ
っ
て
編
纂

さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
を
一
括
し
て
し
ま
う
の
は
お
か
し
い
、
と
い
う
指
摘
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
神
野
志
隆
光
氏
に
よ
っ
て
強
く
主
張
さ
れ
た
。

神
野
志
氏
は
、
「
作
品
と
し
て
の

『
古
事
記
」
」

の
も
つ
意
味
を
考
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
伝
承
を
切
り
接
、
ぎ
し
て
『
古
事
記
』
が
で
き
た
に
し
て
も
、
そ
こ
に
こ
そ
『
古
事
記
』
と
い
う
作
品
の
成
立
意
図
が
あ
る
の
だ

か
ら
、

不
確
か
な
伝
承
を
復
元
し
て
み
て
も
な
に
も
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
図
を
持
っ
て
作
品
と
し

て
作
ら
れ
た
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
を
「
記
紀
」
と
一
括
し
て
し
ま
う
と
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
持
つ
問
題
点



が
見
え
な
く
な
る
の
だ
、

と
主
張
し
た
。

こ
の
指
摘
を
も
と
に
し
て
、
そ
の
後
の
記
紀
研
究
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
今
、
現
在
の
研
究
の
方
向
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
こ
の

神
野
志
氏
の
考
え
を
出
発
点
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
古
事
記
』
が
描
こ
う
と
し
た
世
界

さ
て
、
こ
う
し
て
、
戦
前
の
皇
国
史
観
か
ら
脱
却
し
つ
つ
、
記
紀
研
究
は
作
品
と
し
て
の
『
古
事
記
』
を
見
据
え
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
、
主
題
で
あ
る
「
『
古
事
記
』

の
世
界
」
と
い
う
も
の
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
『
古
事

記
』
の
世
界
」
と
は
「
『
古
事
記
』
が
描
く
世
界
」
で
は
な
く
「
『
古
事
記
』
が
描
こ
う
と
し
た
世
界
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
世
界

を
写
し
取
ろ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
意
志
的
に
世
界
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
そ
の
は
た
ら
き
が
大
事
な
の
で
あ
る
。

で
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
『
古
事
記
』
は
世
界
を
描
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
古
事
記
』
、
『
日
本
書
紀
』

の
冒
頭
部
を
、

少
々
長
く
な
る
が
次
に
掲
げ
て
お
く
。

資
料
1
〈
『
古
事
記
』
冒
頭
部
〉

あ

め

っ

ち

ひ

ら

た

か

ま

あ

ま

の

み

な

か

ぬ

し

の

天
地
初
め
て
裂
け
し
時
、
高
天
の
原
に
成
れ
る
紳
の
名
は
、
天
之
御
中
主
一
脚
。

ま

ふ

か

く

り
坐
し
て
、
身
を
隠
し
た
ま
ひ
き
。

く

に

わ

か

あ

ぶ

ら

ご

と

次
に
園
稚
く
浮
き
し
脂
の
如
く
し
て
、

た

か

み

む

す

ひ

の

次
に
高
御
産
出
来
日
紳
。

み

は

し

ら

み

な

ひ

と

り

が

み

此
の
三
柱
の
紳
は
、
並
濁
紳
と
成

く

ら

げ

な

す

た

だ

よ

へ

る

と

き

あ

し

か

ぴ

も

あ

よ

久
羅
下
那
州
多
陀
用
弊
流
時
、
葦
牙
の
如
く
萌
え
騰
が
る
物
に
因
り
て
成
れ
る
紳
の
名
は
、

宇
摩
志

『古事記』の世界263 



あ

し

か

ぴ

ひ

こ

ぢ

の

あ

め

の

と

こ

た

ち

の

ふ

た

は

し

ら

ま

た

阿
斯
詞
備
比
古
遅
紳
。
次
に
天
之
常
立
紳
。
此
の
二
柱
の
紳
も
亦
、

か

み

く

だ

り

い

つ

は

し

ら

こ

と

あ

ま

上
の
件
の
五
柱
の
紳
は
、
別
天
つ
紳
。

く

に

の

と

こ

た

ち

の

と

よ

く

も

の

の

ま

次
に
成
れ
る
紳
の
名
は
、
園
之
常
立
一
脚
。
次
に
豊
雲
野
紳
。
此
の
二
柱
の
紳
も
亦
、
濁
紳
と
成
り
坐
し
て
、
身
を
隠
し
た
ま
ひ
き
。

う

ひ

ぢ

に

の

い

も

す

ひ

ぢ

に

の

つ

の

ぞ

ひ

の

い

も

い

く

守

ひ

の

お

ほ

と

の

ぢ

の

い

も

お

ほ

次
に
成
れ
る
紳
の
名
は
、
宇
比
地
週
一
脚
、
次
に
妹
須
比
智
遡
柱
二
一
脚
。
次
に
角
枚
紳
、
次
に
活
枚
紳
。
次
に
意
富
斗
能
地
神
。
次
に
妹
大

と

の

ペ

の

斗
乃
耕
紳
。

お

も

だ

る

の

い

も

あ

や

か

し

こ

ね

の

い

ざ

な

き

の

い

も

い

ざ

な

み

の

次
に
於
母
陀
流
神
、
次
に
妹
阿
夜
詞
志
古
泥
紳
。
次
に
伊
邪
那
岐
紳
、
次
に
妹
伊
邪
那
美
紳
。

か

み

く

だ

り

の

よ

り

し

も

の

よ

り

さ

き

あ

は

か

み

よ

な

な

よ

上
の
件
の
園
之
常
立
神
以
下
、
伊
邪
那
美
神
以
前
を
、
井
せ
て
紳
世
七
代
と
稽
ふ
。

あ

ま

も

ろ

も

ろ

み

こ

と

も

の

の

こ

た

だ

よ

へ

る

を

さ

つ

く

か

た

の

是
に
天
つ
紳
諸
の
命
以
ち
て
、
伊
那
邪
岐
命
、
伊
邪
那
美
命
、
二
柱
の
紳
に
、
「
是
の
多
陀
用
弊
流
園
を
修
め
理
り
固
め
成
せ
。
」
と
詔
り

あ

め

ぬ

ぽ

こ

た

ま

こ

と

よ

か

れ

あ

め

う

き

は

し

た

さ

お

か

て
、
天
の
沼
矛
を
賜
ひ
て
、
言
依
さ
し
賜
ひ
き
。
故
、
二
柱
の
紳
、
天
の
浮
橋
に
立
た
し
て
、
其
の
沼
矛
を
指
し
下
ろ
し
て
重
き
た
ま
へ
ば
、

し

ほ

こ

を

ろ

こ

を

ろ

に

か

な

さ

き

し

た

た

か

さ

つ

も

お

の

ご

時
盟
許
土
哀
々
日
々
遁
室
且
き
鳴
し
て
引
き
上
げ
た
ま
ふ
時
、
其
の
矛
の
末
よ
り
垂
り
落
つ
る
盤
、
累
な
り
積
り
て
島
と
成
り
き
。
是
れ
務
能
碁

ヲ
ウ
H
U
毒
4F

呂
島
な
り
。

猫
紳
と
成
り
坐
し
て
、

身
を
隠
し
た
ま
ひ
き
。

264 

資
料
2

〈
『
日
本
書
記
』
冒
頭
部
〉

い

に

し

へ

あ

め

っ

ち

い

ま

わ

か

め

を

わ

か

ま

ろ

か

と

り

の

こ

ご

と

ほ

の

か

き

ざ

し

ふ

ふ

そ

す

み

あ

き

ら

古
に
天
地
未
だ
剖
れ
ず
、
陰
陽
分
れ
ざ
り
し
と
き
、
揮
沌
れ
た
る
こ
と
鶏
子
の
如
く
し
て
、
演
津
に
し
て
牙
を
含
め
り
。
其
れ
清
陽
か

た

な

び

あ

め

な

お

も

く

に

ご

っ

つ

っ

ち

な

お

よ

く

は

し

く

た

へ

あ

む

ら

が

や

す

お

も

く

に

ご

な
る
も
の
は
、
薄
膜
き
て
天
と
篤
り
、
重
濁
れ
る
も
の
は
、
掩
滞
ゐ
て
地
と
震
る
に
及
び
て
、
精
妙
な
る
が
合
へ
る
は
樽
り
易
く
、
重
濁

か

た

ま

が

た

か

れ

ま

な

の

ち

さ

だ

ま

し

か

う

か

み

な

か

あ

か

れ

い

あ

め

っ

ち

ひ

ら

れ
る
が
凝
り
た
る
は
塙
り
難
し
。
故
、
天
先
づ
成
り
て
地
後
に
定
る
。
然
し
て
後
に
、
神
聖
、
其
の
中
に
生
れ
ま
す
。
故
日
は
く
、
開
闘



は

じ

め

く

に

っ

ち

う

か

た

だ

よ

た

と

あ

そ

ぶ

い

を

み

づ

の

う

へ

う

ご

と

と

き

ひ

と

つ

の

も

の

な

か

た

ち

あ

し

か

ぴ

く
る
初
に
、
洲
壌
の
浮
れ
漂
へ
る
こ
と
、
警
へ
ば
滋
魚
の
水
上
に
浮
け
る
が
猶
し
。
時
に
、
天
地
の
中
に
一
物
生
れ
り
。
朕
葦
牙
の
如

す

な

は

か

み

な

く

に

の

と

こ

た

ち

の

み

こ

と

ま

う

つ

ぎ

く

に

の

き

っ

ち

の

み

こ

と

と

よ

く

む

ぬ

の

み

こ

と

す

べ

み

は

し

ら

あ

め

の

み

ち

ひ

と

り

な

こ

の

ゆ

ゑ

し
。
便
ち
紳
と
化
篤
る
。
園
常
立
掌
と
競
す
。
次
に
園
狭
槌
章
。
次
に
豊
島
淳
隼
。
凡
て
三
の
紳
ま
す
。
乾
道
濁
化
す
。
所
以
に
、

こ
を
と
こ
の
か
ぎ
り

此
の
純
男
を
成
せ
り
。

こ
れ
ら
を
見
て
気
が
つ
く
の
は
、
こ
れ
ま
で
先
に
も
問
題
と
し
て
触
れ
た
よ
う
に
、
記
紀
の
官
頭
部
は
よ
く
似
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
見
す
る
と
基
本
的
に
は
同
じ
神
話
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
も
肯
け
る
ほ
ど
似
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
「
古
事
記
』

で
は
「
天
地
ひ
ら
け

し
時
、
高
天
の
原
に
成
れ
る
神
の
名
は
」
と
、
最
初
に
神
が
顕
れ
、
「
次
に
国
わ
か
く
浮
き
し
脂
の
ご
と
く
し
て
、
く
ら
げ
な
す
た
だ
よ
ヘ

る
時
」
と
あ
っ
て
、
世
界
が
ま
だ
混
沌
と
し
た
状
態
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
『
日
本
書
紀
』

の
方
も
ご
く
大
雑
把
に
い
え
ば
、
混

沌
と
し
た
世
界
か
ら
神
が
顕
れ
、
天
地
が
分
か
れ
て
く
る
、
と
い
っ
た
流
れ
は
同
じ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
両
者
に
違
い
が
あ
る
こ
と
は
指
摘

さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
が
中
国
の
典
籍
の
影
響
が
強
く
、
そ
う
し
た
文
章
を
中
国
古
典
か
ら
借
り
て
き
て
作
っ
て
い
た
た

め
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
本
質
的
な
差
異
は
な
い
の
だ
と
思
わ
れ
て
き
た
こ
と
の
で
あ
る
。
事
実
、
『
日
本
書
紀
」

の
回
目
頭
部
は
、
『
准

南
子
』
や
『
三
五
歴
紀
』

の
文
章
を
使
い
、
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
単
純
に
い
え
ば
、

記
紀
と
も
に
混
沌
と
し
た
世
界
か
ら
神
が
顕
れ
、
天
地
が
分
か
れ
て
く
る
、
と
い
っ
た
流
れ
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
流
れ
が
ほ
ぼ
変
わ
ら
な

い
た
め
に
、
多
少
の
違
い
は
中
国
古
典
に
よ
っ
た
か
よ
ら
な
い
か
、

と
い
っ
た
議
論
に
す
り
替
え
ら
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
神
野
志
氏
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
こ
れ
ら
は
別
の
意
図
で
組
み
立
て
ら
れ
た
、
ま
っ
た
く
別
個
の
伝
承
だ
と
指
摘
し
た
の

で
あ
る
。

『古事記』の世界26ラ



で
は
、
伝
承
を
比
べ
て
み
よ
う
。
顕
著
な
違
い
と
し
て
は
、
『
日
本
書
紀
』

は
な
に
も
な
い
混
沌
と
し
た
世
界
か
ら
天
地
が
分
か
れ
世
界

が
始
ま
っ
て
い
く
の
だ
が
、
『
古
事
記
』
は
そ
う
で
は
な
い
。
資
料
1
に
あ
る
よ
う
に
、
天
地
の
最
初
か
ら
高
天
原
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て

266 

い
る
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
は
、
神
の
国
と
し
て
の
高
天
原
、
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
人
も
多
い
よ
う
だ
が
、
実
は
高
天
原
と
い
う
の

は
『
古
事
記
」

に
固
有
の
世
界
で
、
「
日
本
書
紀
』

に
は
な
い
世
界
な
の
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
顔
を
出
さ
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
少

は
高
天
原
に
成
っ
た
の
だ
が
、
『
日
本
書
紀
』

の
世
界
の
基
軸
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
資
料
2
の
『
日
本
書
紀
」
を
に
よ
れ
ば
、
『
古
事
記
』
で
は
神

か

み

で
は
、
「
故
、
天
先
づ
な
り
て
地
後
に
定
ま
る
。
然
し
て
後
に
、
神
聖
、
其
の
中
に
生
れ
ま

な
く
と
も
『
日
本
書
紀
』

す
」
と
あ
っ
て
神
の
出
現
す
る
場
所
は
高
天
原
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
第
一
段
本
文
は
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
、

つ
ま
り
、

『
日
本
書
紀
』

で
は
天
地
初
発
の
際
に
、
高
天
原
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
高
天
原
は
ど
こ
に
登
場
す
る
か
と
い
え
ば
、
掲
げ
て
い

な
い
が
第
一
段
一
書
の
第
四
に
高
天
原
が
登
場
し
て
く
る
一
例
だ
け
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
『
日
本
書
紀
」

に
は
本
文
と
さ
れ
る
文
章
が
あ

っ
て
、
こ
れ
を
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
異
な
っ
た
伝
承
を
「
一
書
」
と
し
て
載
せ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
本

文
に
登
場
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
メ
イ
ン
で
は
な
い
、
正
式
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
載
っ
て
い

る
に
は
違
い
な
い
の
だ
が
、
実
は
一
書
と
い
う
の
は
今
で
こ
そ
大
き
く
本
文
と
同
じ
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
古
く
は
割
り
注
の
形
で
、

細
か
い
字
で
本
文
と
は
区
別
し
て
書
か
れ
て
い
た
の
で
け
っ
し
て
同
じ
に
は
扱
え
な
い
。

つ
ま
り
、
繰
り
返
せ
ば
、
『
日
本
書
紀
』

で
は
、

基
本
的
に
は
天
地
初
発
に
際
し
て
高
天
原
は
機
能
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
世
界
の
成
り
立
ち
に
対
し
て
、
『
古
事
記
」
と
『
日
本
書
紀
」

で
は
は
っ
き
り
と
異
な
っ
た
基
軸
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ

を
図
示
し
た
の
が
、
資
料
3
と
な
ろ
う
。
(
図
は
『
古
事
記
|
|
天
皇
の
世
界
の
物
語
』

N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
一
九
九
五
に
よ
る
)
「
古
事
記
』



は
高
天
原
と
い
う
世
界
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
こ
に
生
じ
た
神
、
神
野
志
氏
は
「
ム
ス
ヒ
」
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
!
と
い
っ
て
い
る
が
、
「
ム
ス
ヒ
」

と
い
う
神
の
力
が
高
天
原
の
基
軸
で
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
国
で
あ
る
地
上
世
界
へ
と
再
三
に
わ
た
り
、
姿
を
変
え
て
は
お
よ
や
ほ
さ
れ
て
い

く
、
そ
う
し
た
関
係
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
高
天
原
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
を
し
て
国
生
み
を
さ
せ
、
そ
の
葦
原
中

国
を
完
成
さ
せ
、
そ
こ
に
天
孫
を
降
臨
さ
せ
る
。

一
貫
し
た
高
天
原
と
葦
原
中
国
と
の
関
係
・
秩
序
原
理
が
貫
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と

?と
そ
れ
に
対
し
て
『
日
本
書
紀
』

で
は
な
に
が
世
界
の
原
理
と
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は

に
は
神
の
固
な
ど
は
登
場
し
な
い
。

資
料
に
も
あ
る
よ
う
に
「
陰
陽
の
原
理
」
だ
と
さ
れ
る
。
『
日
本
書
紀
』
は
回
目
頭
部
に
「
陰
陽
分
か
れ
ざ
り
し
と
き
」
と
い
う
状
態
か
ら
は

じ
ま
る
。
だ
か
ら
最
初
は
陽
の
神
し
か
登
場
し
て
こ
な
い
。
そ
れ
が
次
に
対
偶
神
と
い
う
男
女
ベ
ア
の
神
が
生
ま
れ
て
き
て
陰
陽
が
生
じ
て

く
る
の
で
あ
る
。
最
後
の
部
分
に
、
「
乾
坤
の
道
、
あ
ひ
ま
じ
り
で
な
る
。
こ
の
故
に
男
女
を
な
す
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
て

『
日
本
書
紀
』

の
神
観
念
は
「
陰
陽
の
神
」
の
生
成
を
通
じ
て
、
「
陰
陽
」
と
い
う
原
理
を
作
り
あ
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
は
世
界
の
始
ま
り
を
描
く
の
に
、
ま
っ
た
く
別
個
の
論
理
を
も
っ
て
描
い
て
ゆ
く
。
『
日
本

書
紀
』

の
陰
陽
の
論
理
が
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
単
な
る
文
章
上
の
装
飾
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
の
原

理
と
し
て
ま
で
機
能
さ
せ
る
よ
う
に
統
一
化
し
て
い
る
点
で
、
単
な
る
知
識
と
言
う
こ
と
で
は
な
く
、

か
な
り
き
ち
ん
と
消
化
し
て
使
い
こ

な
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
前
述
の
通
り
『
古
事
記
』

で
は
い
っ
た
い
そ
こ
に
な
に
を
託
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

の
ほ
う
は
高
天
原
と
い
う
基
軸
を
持
つ
の
だ
が
、

そ
の
点
に
つ
い
て
神
野
志
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
(
前
出
『
古
事
記
ー
ー
ー
天
皇
の
世
界
の
物
語
』

よ
り
)
。
こ
れ
も
少
し
長
い

『古事記』の世界267 
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が
引
用
し
て
み
る
。

見
る
べ
き
な
の
は
、
『
古
事
記
』
が
人
間
の
は
じ
め
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
な
く
、
地
上
の
、
世
界
と
し
て
の
成
り
立
ち
を
語
る
こ

と
の
意
味
で
あ
り
、

い
か
に
し
て
そ
の
話
が
失
わ
れ
た
か
な
ど
で
は
な
い
。

『
古
事
記
』
が
、
人
聞
を
含
む
世
界
な
の
に
、
世
界
の
は
じ
め
を
語
る
に
あ
た
っ
て
人
間
の
は
じ
め
に
ふ
れ
な
い
、
そ
れ
を
、
『
古
事

記
』
の
神
話
世
界
の
主
題
の
問
題
と
し
て
問
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

端
的
に
、
人
間
の
問
題
は
主
題
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
神
の
時
代
の
「
青
人
草
」
↓
現
実
の
人
民
と
、
神
に
つ

な
が
る
天
皇
ら
と
は
、
別
な
の
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
神
に
つ
な
が
る
天
皇
、
神
に
つ
な
が
る
氏
々
の
世
界
の

成
り
立
ち
で
あ
っ
て
、
人
間
は
い
わ
ば
ノ

l
カ
ウ
ン
ト
な
の
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
国
土
・
万
物
を
語
る
の
も
、

一
般
的
に
世
界
と

い
う
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
を
見
失
っ
て
、

イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
話
を
世
界
の
は
じ
ま
り
の
話
と
か
、
創
世
神
話
な
ど
と
い
う
こ

と
は
正
し
く
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

あ
く
ま
で
天
皇
の
世
界
の
根
元
と
し
て
、
天
皇
に
つ
な
が
る
者
と
し
て
の
神
の
世
界
を
語
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
地
上
の
神
の
世
界

の
物
語
と
し
て
、
「
た
だ
よ
へ
る
」
だ
け
の
と
こ
ろ
に
、

オ
ノ
ゴ
ロ
島
を
得
て
降
り
、
そ
こ
で
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
交
わ
っ
て
国

と
神
と
を
「
生
」
む
と
い
う
世
界
の
成
り
立
ち
|
|
そ
こ
で
人
間
は
関
心
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
ー
ー
を
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

ほ
ぼ
こ
れ
に
つ
き
て
い
る
と
思
う
の
だ
が
、
あ
ら
た
め
て
言
え
ば
『
古
事
記
』
は
一
般
的
な
「
世
界
」
の
始
ま
り
を
書
こ
う
と
し
た
の
で

『古事記Jの世界269 



は
な
い
。
「
あ
く
ま
で
天
皇
の
世
界
の
根
元
と
し
て
、
天
皇
に
つ
な
が
る
者
と
し
て
の
神
の
世
界
を
語
る
」
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
の
で
あ

270 

る
。
そ
れ
故
に
「
天
皇
の
世
界
の
根
元
」
と
し
て
高
天
原
が
設
定
さ
れ
、
そ
こ
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
世
界
も
形
成
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、

こ
の
地
上
世
界
も
、
そ
の
高
天
原
の
子
孫
た
る
天
皇
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
、

と
、
そ
う
し
た
政
治
思
想
の
物
語
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
政
治
思
想
が
、
当
時
の
「
日
本
思
想
」
と
呼
ぶ
よ
う
な
も
の
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
定
か
で

は
な
い
が
、
こ
の
『
古
事
記
」
『
日
本
書
紀
」
は
あ
く
ま
で
も
政
治
思
想
の
影
響
の
方
を
よ
り
強
く
受
け
た
産
物
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
は

日
本
思
想
の
産
物
で
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
は
両
書
の
性
格
を
考
え
る
上
で
は
大
切
な
点
で
あ
る
。

『
古
事
記
』

の
神
話
が
、

た
と
え
ば
人
間
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
、
神
話
と
し
て
不
完
全
だ
と
い
っ
た
批
判
も
あ
る
が
、
神
野
志
氏
に

い
わ
せ
れ
ば
、
人
間
の
始
ま
り
が
な
い
の
は
『
古
事
記
』

に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
、
そ
れ
は
『
古
事
記
』

の
主
題
と
は
違
う
も
の

だ
か
ら
だ
っ
た
。
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
は
単
純
な
神
話
の
記
録
で
は
な
い
、
再
構
成
さ
れ
た
神
話
な
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
な
い
こ
と
を

も
っ
て
日
本
の
古
代
思
想
に
人
間
観
が
な
い
と
は
い
え
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
実
際
、
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
、
『
古
事
記
」

『
日
本
書
紀
』

に
お
い
て
、
元
の
神
話
的
世
界
や
人
間
観
が
完
全
に
取
り
崩
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に

『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』

に
見
ら
れ
る
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
旧
来
の
神
話
的
思
考
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
む
し
ろ
、

神
話
的
な
枠
組
み
は
消
え
る
ど
こ
ろ
か
強
化
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
先
の
『
古
事
記
』
の
世
界
観
が
、
「
天
皇
の
世
界
の
根

元
」
と
し
て
神
話
的
世
界
で
あ
る
高
天
原
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
よ
く
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
方
向
性
の
中
で
、
従

来
の
世
界
観
と
は
異
な
る
新
し
い
世
界
観
が
作
り
出
さ
れ
て
く
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
神
観
念
も
再
構
築
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
人
間
観
も
同
様
で
あ
る
。
次
に
は
、
そ
う
し
た
再
構
成
さ
れ
て
い
く
神
観
念
、
人
間
観
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。



こ
れ
ま
で
の
話
の
中
で
、
『
古
事
記
』
と
い
う
書
物
の
新
し
さ
、

と
い
う
側
面
が
分
か
る
か
と
思
う
。
そ
れ
は
、
も
つ
ば
ら
こ
の
世
界
を

「
天
皇
の
世
界
」
と
し
て
と
ら
え
、
歴
史
を
再
構
成
し
た
こ
と
に
よ
る
。

い
か
に
古
い
伝
承
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
い
て
も
、
そ
の

つ
ま
り
、

構
成
意
識
は
新
し
い
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
『
古
事
記
』

に
は
新
し
さ
と
古
さ
が
同
居
し
て
い
る
わ
け
だ
。
丸
山
真
男
氏
の
指
摘
す

る
「
歴
史
意
識
の
『
古
層
』
」
な
ど
と
い
う
発
想
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
で
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
、
後
で
触
れ

る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
は
神
観
念
の
問
題
に
い
き
た
い
と
思
う
。

記
紀
に
お
け
る
神
観
念
の
問
題

次
に
あ
げ
た
分
類
の
は
溝
口
睦
子
氏
に
よ
る
「
神
」
と
い
う
概
念
が
い
か
に
新
し
い
も
の
か
を
検
証
し
た
も
の
で
あ
る
(
「
記
紀
神
話
解

釈
の
一
つ
の
こ
こ
ろ
み
|
|
『
神
』
概
念
を
疑
う
立
場
か
ら
l
l」
『
文
学
』
第
但
巻
目
・
ロ
号
昭
和
四
八
年

第
位
巻
2
・
4
号
、
昭
和

四
九
年
)
。

(
1
〉
語
尾
の
「
神
」
を
と
っ
て
も
名
称
と
し
て
独
立
で
き
る
も
の

イ
「
神
」
を
き
り
は
な
し
た
と
き
語
尾
が
「
チ
」
で
終
わ
る
類
型

ロ
同
じ
く
「
ミ
」
で
終
わ
る
類
型

ハ
「
ネ
」
「
ノ
」
で
終
わ
る
類
型

ニ
「
ヒ
コ
」
「
ヒ
メ
」
「
ヲ
」
「
メ
」
で
終
わ
る
類
型

『古事記Jの世界271 



ホ
「
ヒ
」
で
終
わ
る
類
型

へ
「
ヌ
シ
」
で
終
わ
る
類
型

272 

ト
「
タ
マ
」
で
終
わ
る
類
型

チ
「
モ
チ
」
で
終
わ
る
類
型
及
び
そ
の
他

(
2
)
語
尾
の
「
神
」
の
語
を
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

イ
大
神
の
類
型

ロ
そ
の
他

(
3
)
固
有
名
詞
と
し
て
の
名
前
を
も
た
な
い
、

い
わ
ゆ
る
ア
ラ
ブ
ル
カ
ミ
の
類
型

こ
れ
は
、
記
紀
の
中
の
登
場
す
る
神
名
を
分
析
し
て
、

ま
ず
「
な
に
な
に
の
神
」
と
あ
る
も
の
で
、
最
後
の
「
神
」
と
い
う
も
の
を
と
っ

て
も
意
味
が
分
か
る
も
の
と
、
と
っ
て
し
ま
う
と
意
味
が
分
か
ら
な
く
な
る
も
の
と
に
わ
け
る
。
大
部
分
の
神
は

(
1
)
の
「
神
」
を
と
っ

て
も
独
立
で
き
る
も
の
に
分
類
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
は
溝
口
氏
に
よ
れ
ば
神
の
概
念
と
し
て
は
古
い
段
階
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

(
2
)

は
、
例
え
ば
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
が
あ
る
。
こ
の
名
前
か
ら
オ
オ
ミ
カ
ミ
を
と
っ
て
し
ま
う
と
、
残
り
は
ア
マ
テ
ラ
ス
で
、
そ
れ
だ
け

で
は
名
前
と
し
て
も
非
常
に
中
途
半
端
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
神
」
と
い
う
概
念
と
不
可
分
の
名
前

で
あ
る
か
ら
、
段
階
的
に
は
新
し
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

(
3
)
は
一
括
し
て
語
ら
れ
る
神
の
類
型
の
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、

(
1〉

の
段
階
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
が
あ
っ
て
、

イ
が
非
常
に
古
い
精
霊
観
、

ロ
は
目
に
見
え
な
い
あ
る
意
志
が
宇
宙
に
働

い
て
い
て
、
そ
れ
が
世
界
を
支
配
し
て
い
る
と
当
時
は
信
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
目
に
見
え
な
い
意
志
を
取
り
出
し
た
り
、



時
に
は
動
か
し
た
り
す
る
力
を
持
っ
た
も
の
が
「
ミ
(
亙
〉
」
だ
ろ
う
、
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
後
の
和
辻
哲
郎
氏
の
「
紀
る
神
・
杷
ら
れ
る

神
」
と
い
っ
た
観
点
と
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

ハ
と
ニ
は
古
い
時
代
の
豪
族
の
首
長
層
の
呼
び
名
で
あ
っ
た
も
の
、

ホ
は
「
ヒ
」
が

太
陽
の
霊
力
を
表
す
語
で
天
皇
・
皇
室
関
係
に
近
い
氏
族
た
ち
の
古
い
呼
び
名
、

へ
の
「
ヌ
シ
」
は
比
較
的
新
し
い
氏
族
た
ち
の
呼
び
名
、

以
下
は
例
も
少
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
割
愛
す
る
が
、
こ
う
し
て
、
古
い
神
観
念
の
中
に
は
精
霊
観
の
み
な
ら
ず
、
古
い
人
名
の
記
憶
も
含

ま
れ
て
い
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
精
霊
と
人
間
と
の
同
一
視
は
、
人
格
神
の
形
成
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
と
人
聞
を

同
一
視
し
、
自
然
を
人
間
と
同
じ
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
表
す
の
だ
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
重
な
る
部
分
も
多
い
が
、
神
観
念
を
歴
史
的
な
段
階
と
し
て
み
た
も
の
に
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
(
「
日
本
に
お
け
る
『
神
』

観
念
の
比
較
文
化
論
的
考
察
」
源
了
園

『
日
本
に
お
け
る
「
神
」
観
念
の
比
較
文
化
論
的
考
察
』
東
北
大
学
文
学
部
日
本
文
化
研
究
所
編

講
談
社
刊

一
九
八
一
)
。

記
紀
に
見
る
神
の
観
念
の
展
開

第
一
段
階
:
:
:
「
チ
」
「
ミ
」
「
タ
マ
」
等
の
自
然
崇
拝
や
ア
ニ
ミ
ズ
ム
、

ア
ニ
マ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
的
神
観
念
の
形
成
。

第
二
段
階
:
:
:
「
カ
ミ
」
と
い
う
観
念
が
形
成
さ
れ
た
段
階
。

第
三
段
階
・
・
・
・
・
・
穀
霊
神
。

第
四
段
階
:
:
:
「
テ
リ
ト
リ
ー
を
占
め
る
神
」
と
い
う
観
念
の
成
立
。

第
五
段
階
:
:
:
天
皇
家
な
ら
び
に
そ
れ
に
従
属
し
つ
つ
、
そ
れ
を
支
え
る
氏
族
に
よ
る
国
家
統
一
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が
で
き
、
そ
し
て
彼
ら
の
支
配
を
正
当
化
す
る
建
国
神
話
が
で
き
た
段
階
。
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こ
れ
を
あ
わ
せ
て
見
て
も
ら
う
と
、
も
う
少
し
展
開
層
が
わ
か
り
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
が
、
第
一
段
階
と
し
て
「
チ
」
「
ミ
」
「
タ
マ
」
等

の
自
然
崇
拝
や
ア
ニ
ミ
ズ
ム
、

ア
ニ
マ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
的
神
観
念
の
形
成
が
あ
り
、
こ
れ
が
資
料
7
で
の

(
1
)
に
相
当
し
、
第
二
段
階
と
し

て
「
カ
ミ
」
と
い
う
観
念
が
形
成
さ
れ
た
段
階
と
な
り
、
こ
れ
が
同
じ
く

(
2
〉
に
相
当
す
る
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
溝
口
氏
は
、
記
紀
の
中

で
神
名
の
分
析
か
ら
論
証
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
う
し
た
神
の
概
念
の
内
容
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
源
氏
は
つ
づ
け
て

記
紀
の
神
の
特
徴

(
1
)
名
前
だ
け
存
し
て
実
際
に
は
杷
ら
れ
な
い
神

(
2
〉
記
紀
の
成
立
以
前
に
あ
る
力
を
持
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
支
え
る
集
団
の
没
落
に
よ
っ
て
神
名
だ
け
が
そ
の
痕
跡
と
し
て
残

り
、
そ
の
神
に
つ
い
て
知
る
手
が
か
り
が
非
常
に
困
難
に
な
っ
て
い
る
神
。

(
3
)
こ
の
時
期
の
神
観
念
の
特
徴
と
し
て
人
間
的
に
把
え
ら
れ
た
神
観
念
が
強
く
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
「
人
格
的
」
な
神
観
念
の
成
立
と
と
も
に
、
「
神
聖
(
か
み
〉
其
の
中
に
在
れ
ま
す
」
と
い
う
こ
と
ば
に
示
さ
れ
る

よ
う
な
「
神
聖
」
と
い
う
性
格
が
神
観
念
に
付
与
さ
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
「
畏
怖
」
の
対
象
と
し
て
の
原
初
的
な
神
観
念
と
は

異
な
る
。
こ
こ
に
は
神
観
念
の
上
で
の
一
つ
の
進
化
が
あ
っ
た
と
み
な
し
て
さ
し
っ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
神
を
紀
る
場
合
の



「
清
明
心
」
が
問
わ
れ
る
の
も
、
こ
の
神
観
念
の
成
立
と
関
係
が
あ
ろ
う
。

(
4
)
し
か
し
す
べ
て
の
「
神
」
が
「
人
格
神
」
に
変
貌
し
た
の
で
は
な
く
、
伝
統
的
な
「
自
然
神
」
が
あ
い
か
わ
ら
ず
存
続
し
た
こ

と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

(
5
)
こ
の
ほ
か
先
行
学
説
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
に
、
和
辻
哲
郎
氏
の
、
杷
る
神
、
杷
ら
れ
る
神
、
杷
ら
れ
る
と
と
も
に
ま
た
自

ら
杷
る
神
、
紀
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
神
(
崇
る
神
)

の
分
類
が
あ
る
(
和
辻
哲
郎
「
日
本
倫
理
思
想
史

上
」
)
。
氏
は
杷

ら
れ
る
と
と
も
に
ま
た
自
ら
杷
る
神
を
も
っ
と
も
重
視
す
る
が
、
『
日
本
書
紀
』

に
し
ば
し
ば
見
え
る
、
神
に
正
何
位
と
か
従

何
位
と
か
よ
う
な
位
を
授
け
る
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
神
観
念
か
ら
す
れ
ば
驚
く
べ
き
行
為
は
、
和
辻
氏
の
右
の
説
明
に
よ
っ

て
よ
く
納
得
が
い
く
よ
う
に
思
え
る
。

と
分
析
し
て
い
る
。

(
1
)
の
「
名
前
だ
け
存
し
て
実
際
に
は
紀
ら
れ
な
い
神
」
は
そ
の
ま
ま
の
意
味
で
、
神
統
譜
に
し
か
現
れ
な
い
神
の

意
で
あ
る
。

(
2
〉
の
「
記
紀
の
成
立
以
前
に
あ
る
力
を
持
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
支
え
る
集
団
の
没
落
に
よ
っ
て
神
名
だ
け
が
そ
の
痕

跡
と
し
て
残
り
、
そ
の
神
に
つ
い
て
知
る
手
が
か
り
が
非
常
に
困
難
に
な
っ
て
い
る
神
。
」
と
い
う
の
は
、
今
見
て
き
た
よ
う
な
古
い
氏
族

た
ち
の
首
長
の
呼
び
名
な
ど
を
持
つ
神
々
が
あ
た
る
だ
ろ
う
か
。

(
3
〉
あ
た
り
が
記
紀
の
時
代
の
観
念
に
な
る
と
思
う
の
だ
が
、
「
こ
の
時

期
の
神
観
念
の
特
徴
と
し
て
人
間
的
に
把
え
ら
れ
た
神
観
念
が
強
く
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
人
格

的
」
な
神
観
念
の
成
立
と
と
も
に
、
「
神
聖
(
か
み
)
其
の
中
に
在
れ
ま
す
」
と
い
う
こ
と
ば
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
「
神
聖
」
と
い
う
性
格

が
神
観
念
に
付
与
さ
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
「
畏
怖
」
の
対
象
と
し
て
の
原
初
的
な
神
観
念
と
は
異
な
る
。
こ
こ
に
は
神
観
念
の
上
で
の
一
つ
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の
進
化
が
あ
っ
た
と
み
な
し
て
さ
し
っ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
神
を
把
る
場
合
の
「
清
明
心
」
が
間
わ
れ
る
の
も
、
こ
の
神
観
念
の
成
立
と
関

係
が
あ
ろ
う
。
」
と
さ
れ
、
神
人
分
離
の
観
念
が
出
始
め
て
く
る
。

(
4
)
の
「
し
か
し
す
べ
て
の
「
神
」
が
「
人
格
神
」
に
変
貌
し
た
の
で
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は
な
く
、
伝
統
的
な
「
自
然
神
」
が
あ
い
か
わ
ら
ず
存
続
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
」
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
そ
う
だ

と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、

お
そ
ら
く
は
資
料
7
の

(
3
)
に
当
た
る
と
見
て
良
い
か
と
思
う
。
資
料
7
で
の

(
3
)
は、

い
わ
ゆ
る
ア
ラ
ブ

ル
神
と
い
っ
た
神
で
、
こ
れ
ら
は
氏
族
の
始
祖
と
な
る
こ
と
が
な
く
、
ま
た
、
人
間
の
形
も
取
ら
ず
、
鹿
、
猪
、
蛇
な
ど
の
動
物
の
形
を
取

る
も
の
が
多
い
、
な
ど
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
自
然
に
対
す
る
脅
威
が
神
観
念
と
な
っ
た
も
の
で
、
「
チ
」
や
「
ミ
」

の
よ

う
な
内
在
す
る
生
命
観
み
た
い
な
も
の
で
は
な
く
、
人
間
と
対
立
す
る
自
然
の
把
握
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
指
摘
で
注
目
す
べ
き
は
、
神
の
段
階
と
し
て
第
四
段
階
の
「
「
テ
リ
ト
リ
ー
を
占
め
る
神
」
と
い
う
観
念
の
成
立
。
」
と

い
う
項
目
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
日
本
の
神
観
念
の
ひ
と
つ
の
大
き
な
特
徴
だ
と
い
え
よ
う
。
「
「
テ
リ
ト
リ
ー
を
占
め
る
神
」
と
い
う
観
念
の

成
立
。
」
は
そ
の
名
の
通
り
、
あ
る
土
地
を
支
配
す
る
神
の
こ
と
だ
が
、
稲
作
農
耕
文
化
の
移
入
以
来
、

日
本
で
の
土
地
へ
の
観
念
は
大
き

く
変
化
し
て
い
く
。
原
始
的
な
大
地
の
女
神
の
観
念
で
あ
る
大
地
母
神
の
信
仰
は
も
と
も
と
日
本
に
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
と
は

ま
た
別
の
大
地
の
神
へ
の
観
念
が
発
達
し
て
く
る
の
だ
。
大
地
母
神
の
信
仰
と
は
、
大
地
そ
の
も
の
の
生
命
力
・
霊
力
に
他
な
ら
な
い
。
ど

こ
そ
こ
の
大
地
、
と
場
所
を
区
切
っ
て
観
念
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
テ
リ
ト
リ
ー
を
占
め
る
神
」
と
い
う
神
は
、
ま
さ

に
そ
の
と
こ
ろ
の
神
、

の
意
で
あ
る
。

こ
う
し
て
土
地
を
区
切
り
、
占
有
し
て
、
そ
こ
に
宿
る
神
を
ま
つ
る
、
こ
れ
が
日
本
の
祭
杷
の
ひ
と
つ
の
形
態
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
諸
説
を
統
合
す
る
解
釈
は
、
本
来
は
も
っ
と
慎
重
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
概
略
的
に
は
ほ
ぼ
対
応
す
る
も
の
と



し
て
読
ん
で
い
け
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、

一
応
こ
れ
ら
は
記
紀
の
中
の
神
々
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
は
言
っ
て
も
、
そ
の
後
の
歴
史

的
展
開
と
も
か
な
り
重
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
あ
ろ
う
。
結
局
、
最
初
に
記
紀
成
立
前
後
の
神
観
念
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
、
と
し
た
が
、

そ
れ
は
ま
た
、
今
わ
れ
わ
れ
が
知
り
う
る
神
観
念
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
中
世
・
近
世
以
降
の
問
題
に
も
立
ち

向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

「
歴
史
意
識
の
古
層
」

に
つ
い
て

そ
の
意
味
で
、
丸
山
真
男
氏
の
業
績
を
一
度
は
ふ
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
(
丸
山
真
男

「
歴
史
意
識
の
『
古
層
』
」
全
集
第

十
巻
所
収
)
。

丸
山
真
男
氏
の
、
こ
の
「
歴
史
意
識
の
古
層
」
と
い
う
論
文
は
周
知
と
思
う
が
、
方
法
論
と
い
い
、
そ
の
成
果
と
い
い
、
す
べ
て
で
は
な

い
に
し
ろ
得
る
こ
と
の
多
い
も
の
だ
と
い
え
る
と
思
う
。
丸
山
氏
は
こ
の
論
文
の
冒
頭
部
で
、
記
紀
神
話
の
冒
頭
部
で
の
「
発
想
と
記
述
様

式
の
な
か
に
、
近
代
に
い
た
る
歴
史
意
識
の
展
開
の
諸
様
相
の
基
底
に
執
劫
に
に
流
れ
つ
づ
け
た
、
思
考
の
枠
組
を
た
ず
ね
る
手
掛
か
り
を

見
ょ
う
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
出
発
点
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
少
し
後
に
津
田
左
右
吉
氏
の
業
績
に
触
れ
て
、
津
田
氏

が
明
ら
か
に
し
た
記
紀
神
話
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
、
な
い
し
は
伝
承
の
作
為
性
に
つ
い
て
、
「
そ
う
し
た
作
為
性
を
も
っ
て
構
成
し
た
そ
の

思
考
パ
タ
ー
ン
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、

た
だ
そ
の
時
の
官
人
の
思
い
つ
き
で
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
後

の
歴
史
的
思
考
を
方
向
付
け
た
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
丸
山
氏
の
、
神
話
の
中
に
伝
統
的
な
発
想
様
式
を
見
ょ
う
と
す
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る
方
向
は
、
丸
山
氏
自
身
も
触
れ
て
い
る
が
、

た
と
え
ば
本
居
宣
長
が
、

い
ま
の
世
の
中
の
出
来
事
の
理
が
す
べ
て
神
代
に
あ
る
、
と
い
っ

た
考
え
、
こ
の
世
の
規
範
や
道
理
が
今
も
流
れ
続
け
て
い
る
、
と
い
う
歴
史
意
識
の
基
点
に
神
話
を
置
く
思
考
方
法
は
、
丸
山
氏
以
前
に
も
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あ
っ
た
が
そ
れ
を
明
確
に
し
、
位
置
づ
け
て
い
っ
た
業
績
は
非
常
に
大
き
な
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
そ
の
丸
山
氏
が
抽
出
し
た
歴
史
意
識
の
古
層
と
は
、
次
に
掲
げ
て
あ
る
三
つ
の
基
底
範
臨
時
で
あ
る
。

O
基
底
範
時
A
ー
な
る

創
世
神
話
の
基
本
動
詞
「
つ
く
る
」
「
う
む
」
「
な
る
」

O
基
底
範
時

B
l
つ
ぎ

O
基
底
範
曙

C
l
い
き
ほ
ひ

基
底
範
鴎
A
と
し
て
「
な
る
」
、

B
と
し
て
「
つ
ぎ
」
、

C
と
し
て
「
い
き
ほ
ひ
」
を
あ
げ
て
い
る
。

ま
ず
、
基
底
範
時
A
で
は
、
丸
山
氏
は
世
界
の
始
ま
り
の
出
来
方
を
、
神
が
「
つ
く
る
」
パ
タ
ー
ン
と
「
う
む
」
パ
タ
ー
ン
、
「
な
る
」

パ
タ
ー
ン
と
に
わ
け
、
そ
の
神
が
「
つ
く
る
」
パ
タ
ー
ン
の
典
型
と
し
て
は
キ
リ
ス
ト
教
の
天
地
創
造
を
あ
て
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

日
本
の
神
話
の
中
に
は
こ
う
し
た
神
が
「
つ
く
る
」
パ
タ
ー
ン
は
明
確
で
は
な
く
、
「
う
む
」
、
「
な
る
」
パ
タ
ー
ン
が
つ
よ
い
こ
と
を
指
摘

し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
う
む
」
と
「
な
る
」
で
は
「
な
る
」
方
が
強
く
で
て
い
る
と
し
て
い
る
。
先
に
も
触
れ
た
が
、
「
古
事
記
」

の
本

文
に
は
、
世
界
は
神
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
自
然
に
「
な
っ
て
」
い
っ
た
も
の
だ
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に
書
物
と
し

て
の
相
違
を
確
認
し
た
が
、
そ
れ
で
も
基
本
的
な
流
れ
と
し
て
は
『
日
本
書
紀
』

で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
単
純
に
言
え
ば
記
紀
と
も
に
「
世

界
は
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
然
に
な
っ
て
き
た
も
の
だ
」
と
い
う
方
向
性
で
あ
る
。
そ
の
「
な
り
ゆ
く
」
原
理
と
し
て
ム
ス
ヒ
を
設



定
す
る
か
、
陰
陽
を
設
定
す
る
か
の
違
い
に
な
る
わ
け
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
日
本
神
話
の
中
で
は
世
界
は
自
然
に
で
き
あ
が
っ
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
世
界
だ
け
で
は
な
く
神
も
ま

た
同
様
に
、
「
な
っ
て
」
い
く
。
そ
の
「
な
り
ゆ
く
」
様
は
単
発
で
は
な
く
、
「
つ
ぎ
」
ま
た
は
「
つ
ぎ
つ
ぎ
」
と
継
続
的
に
「
な
り
ゆ
く
」

も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
「
い
き
ほ
ひ
」
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ
て
い
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
歴
史
意
識
の
パ
タ
ー
ン
は
、
丸
山
氏
が
言
う
よ
う
に
中
古
以
降
の
歴
史
意
識
の
中
に
は
っ
き
り
と
現
れ
、
歴
史
意
識
の
み
な
ら
ず
、

日
本
思
想
の
古
層
に
も
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
観
念
が
日
本
思
想
に
消
化
さ
れ
て
い
く
に
は
、
仏
教
の
影
響
も
後
に

整
備
さ
れ
て
い
く
神
道
の
影
響
も
あ
っ
た
。
神
話
的
思
考
の
み
が
日
本
思
想
を
作
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
出
発

点
と
し
て
記
紀
神
話
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
え
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

以
上
で
、
『
古
事
記
」
『
日
本
書
紀
」

の
も
つ
世
界
観
や
そ
こ
に
描
か
れ
る
神
観
念
な
ど
に
つ
い
て
の
概
略
を
終
え
た
い
と
思
う
。

記
紀
の
人
間
観

さ
て
、
最
後
に
両
書
の
も
つ
人
間
観
の
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
先
に
、

日
本
思
想
に
は
人
間
観
が
な
い
、
と

い
う
こ
と
ば
を
『
古
事
記
』
を
元
に
言
う
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
『
古
事
記
』
は
天
皇
支
配
の
正
当
性
を
主
張
し
よ
う

と
言
う
政
治
思
想
の
産
物
だ
か
ら
、
そ
こ
に
人
間
へ
の
関
心
が
な
い
の
は
当
然
だ
、
と
も
言
っ
た
の
だ
が
、

で
は
、
本
当
に
『
古
事
記
』

人
間
に
関
心
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

『古事記』の世界
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結
論
か
ら
い
え
ば
、
人
間
と
世
界
と
の
関
わ
り
と
し
て
は
関
心
が
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
人
聞
が
描
か
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
、

と
い
う
よ
う
に
言
っ
て
お
き
た
い
。
も
う
少
し
具
体
的
に
言
え
ば
、
天
皇
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
に
、
登
場
人
物
の
人
間
的
な
姿
が
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描
か
れ
る
程
度
な
の
だ
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
内
容
は
人
間
に
対
す
る
き
ち
ん
と
し
た
洞
察
力
が
な
け
れ
ば
な
し
え
な
い
こ
と
な
の
だ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
か
に
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
が
政
治
的
な
思
想
の
産
物
で
あ
ろ
う
と
も
、
人
聞
を
把
握
し
て
い
な
い
わ
け
で

は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
と
い
う
も
の
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
く
る
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
政
治
」

と
い
う
公
的
な
場
に
立
た
さ
れ
た
人
間
が
、
そ
の
立
場
と
自
分
の
心
と
の
相
克
に
悩
む
場
面
が
登
場
し
て
く
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は

呪
術
的
な
伝
統
的
規
範
や
心
情
が
、
「
政
治
」
と
い
う
新
た
な
世
界
の
論
理
に
立
ち
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
場
面
な
ど
も
そ
う
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
問
題
な
の
は
、
そ
う
し
た
人
間
的
な
部
分
が
主
題
と
な
っ
て
伝
承
が
構
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
な
の
で
あ

る
。
現
在
の
わ
れ
わ
れ
は
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
を
文
学
の
萌
芽
と
し
て
読
も
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
そ
う
し
た
主
題
と
は
な
っ
て
は

い
な
い
が
、
当
時
の
人
も
無
視
し
え
な
い
か
ら
こ
そ
伝
承
に
託
し
た
人
間
的
な
世
界
が
含
ま
れ
る
た
め
な
の
で
あ
る
。

と
り
あ
げ
る
の
は
サ
ホ
ピ
コ
・
サ
ホ
ピ
メ
伝
承
と
い
う
上
代
き
つ
て
の
物
語
で
あ
る
。

〈
『
古
事
記
』
〉

の

い

ろ

せ

い

ろ

も

こ
の
天
皇
、
沙
本
毘
買
を
后
と
し
た
ま
ひ
し
時
、
沙
本
毘
責
命
の
兄
、
そ
の
同
母
妹
に
問
ひ
て
日
ひ
け
ら
く
、
「
夫
と
応

い

ろ

せ

は

こ

た

の

は

か

い

ま

し

ま

こ

と

わ

れ

は

と
執
れ
か
愛
し
き
。
」
と
い
へ
ば
、
「
兄
ぞ
愛
し
き
。
」
と
答
へ
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
沙
本
毘
古
玉
謀
り
て
日
ひ
け
ら
く
、
「
汝
寒
に
我
を
愛

や

し

ほ

お

り

ひ

も

が

た

な

い

ろ

も

し
と
思
は
ば
、
吾
と
汝
と
天
の
下
治
ら
さ
む
。
」
と
い
ひ
て
、
す
な
は
ち
八
瞳
折
の
紐
小
万
を
作
り
て
、
そ
の
妹
に
授
け
て
日
ひ
け
ら
く
、

こ

が

た

な

す

め

ら

み

こ

と

「
こ
の
小
万
を
も
ち
て
、
天
皇
の
寝
た
ま
ふ
を
刺
し
殺
せ
。
」
と
い
ひ
き
。 沙

本
毘
責
古
王
、



〈
『
日
本
書
紀
』
〉

あ

き

な

が

づ

き

ひ

の

え

い

ぬ

つ

い

た

ち

っ

ち

の

え

さ

る

の

ひ

き

さ

き

い

ろ

せ

き

ほ

ひ

こ

の

み

こ

み

か

ど

か

た

ぷ

け

む

と

は

か

く

に

あ

や

ぷ

よ

き

さ

き

四
年
の
秋
九
月
の
丙
戊
の
朔
戊
申
に
、
皇
后
の
母
兄
狭
穂
彦
王
、
謀
反
り
て
、
世
稜
を
危
め
む
と
す
。
因
り
て
皇
后
の

わ

た

く

し

に

ま

し

ま

す

う

か

が

か

た

い

い

ま

し

い

ろ

せ

を

う

と

い

づ

れ

う

つ

く

こ

こ

と

こ

こ

ろ

し

ろ

す

な

は

燕
居
す
を
伺
ひ
て
、
語
り
日
は
く
、
「
汝
、
兄
と
夫
と
執
か
愛
し
き
」
と
い
ふ
。
是
に
、
皇
后
所
問
ふ
意
趣
を
知
し
め
さ
ず
し
て
、
轍

」

た

い

こ

の

か

み

う

つ

く

あ

つ

ら

い

を

か

ほ

も

つ

か

か

は

お

と

ろ

め

ぐ

み

や

ち
封
へ
て
日
は
く
、
「
兄
ぞ
愛
し
き
」
と
い
ふ
口
則
ち
皇
后
に
説
へ
て
日
は
く
、
「
夫
れ
、
色
を
以
て
人
に
事
ふ
る
は
、
色
表
へ
て
寵
緩

い

ま

あ

め

の

し

た

か

は

よ

き

を

み

な

さ

は

お

の

お

の

た

が

ひ

す

す

め

守

ま

れ

む

こ

と

も

と

あ

に

ひ

た

ぶ

る

か

ほ

た

の

え

こ

こ

も

ね

が

わ

れ

む
。
今
天
下
に
佳
人
多
な
り
。
各
遁
に
進
み
て
寵
を
求
む
。
宣
永
に
色
を
侍
む
こ
と
を
得
む
や
。
是
を
以
て
糞
は
く
は
、
吾

あ

ま

つ

ひ

つ

ぎ

し

か

な

ら

い

ま

し

あ

め

の

し

た

て

ら

し

の

ぞ

す

な

は

ま

く

ら

た

か

ひ

た

ぶ

る

も

も

と

せ

を

ま

た

こ

こ

ろ

よ

ね

が

鴻
酢
登
ら
さ
ば
、
必
ず
汝
と
天
下
に
照
臨
ま
む
。
則
ち
枕
を
高
く
し
て
永
に
百
年
を
終
へ
む
こ
と
、
亦
快
か
ら
ざ
ら
む
や
。
願
は

わ

た

め

す

め

ら

み

こ

と

こ

ろ

く
は
我
が
震
に
天
皇
を
殺
し
ま
つ
れ
」
と
い
ふ
。

こ
こ
で
み
た
い
の
は
実
は
『
古
事
記
』

で
は
な
く
て
『
日
本
書
紀
』
な
の
だ
が
、
こ
の
時
代
の
人
間
へ
の
洞
察
力
と
い
う
点
で
取
り
上
げ

て
お
き
た
い
。

話
は
垂
仁
天
皇
の
后
で
あ
る
サ
ホ
ピ
メ
に
対
し
て
、
兄
の
サ
ホ
ピ
コ
が
謀
反
を
持
ち
か
け
る
。
古
代
に
は
実
は
ヒ
コ
ヒ
メ
制
度
と
い
う
呪

的
な
制
度
が
あ
り
、
男
女
が
ベ
ア
と
な
り
、
男
子
が
実
務
、
女
子
が
祭
杷
を
司
る
、
そ
う
い
う
兄
妹
支
配
の
形
態
が
あ
っ
た
。
古
代
に
は
政

治
を
マ
ツ
リ
ゴ
ト
と
い
っ
た
が
、
祭
杷
の
こ
と
も
ま
た
マ
ツ
リ
ゴ
ト
で
あ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
祭
政
一
致
と
言
う
こ
と
だ
が
、
そ
の
一
つ
の
形

と
し
て
の
ヒ
コ
ヒ
メ
制
と
い
う
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
『
貌
志
倭
人
伝
』

に
-
記
さ
れ
る
邪
馬
台
国
の
卑
弥
呼
は
鬼
道
と
い
う
呪

術
で
も
っ
て
人
心
を
支
配
し
て
い
た
が
、
卑
弥
呼
に
は
弟
が
あ
り
、
そ
の
補
佐
を
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
男
女
ベ
ア
の
支
配
形
態

が
ヒ
コ
ヒ
メ
制
と
さ
れ
る
。
『
古
事
記
』

の
伝
承
は
、
そ
の
古
代
制
度
で
あ
る
ヒ
コ
ヒ
メ
制
を
背
景
に
語
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
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り
、
当
時
は
伴
侶
よ
り
も
兄
姉
の
方
が
、

よ
り
強
い
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

サ
ホ
ピ
メ
は
兄
の
謀
反
の
誘
い
を
断

り
き
れ
ず
に
、
そ
れ
に
の
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
と
こ
ろ
を
『
古
事
記
』

で
は
「
兄
と
夫
で
は
ど
ち
ら
が
愛
し
い
の
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
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「
兄
が
好
き
で
す
」
と
答
え
る
。

し
か
し
、
結
局
サ
ホ
ピ
メ
は
実
行
で
き
ず
に
謀
反
は
露
見
し
、
兄
妹
は
死
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
『
日
本
書
紀
』

で
も
そ
う
し
た
流
れ
は
や
は
り
同
じ
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
至
る
論
理
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
古
事

記
』
で
は
い
ま
も
述
べ
た
よ
う
に
ヒ
コ
ヒ
メ
制
と
い
う
古
代
論
理
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
「
兄
と
夫
で
は
ど
ち
ら
が
愛
し
い
の
か
」
と

い
う
情
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
「
ど
ち
ら
が
大
事
か
?
」
と
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
日
本
書
紀
」
で
は
「
そ
れ
色
を
も
て
人

か

ほ

お

と

ろ

か

ほ

よ

き

を

み

な

さ

は

に
つ
か
ふ
る
は
、
色
表
へ
て
め
ぐ
み
や
む
。
今
天
下
に
佳
人
多
な
り
。
お
の
お
の
互
ひ
に
す
す
み
て
恵
ま
れ
む
こ
と
を
も
と
む
。
あ

に
ひ
た
ぶ
る
に
色
を
た
の
む
こ
と
を
え
む
や
」
と
あ
っ
て
、
す
で
に
兄
妹
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
、
と
い
う
古
代
的
宗
教
的
論
理
だ
け
で
は

な
く
、
年
を
経
て
衰
え
て
ゆ
く
容
色
を
頼
み
に
し
て
も
ダ
メ
だ
、
と
い
う
極
め
て
人
間
的
な
論
理
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

>-
'-

う
し
た
人
間
的
な
論
理
は

『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』

の
伝
承
の
基
調
を
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
断
片
的
に
し
か
表
れ
て
は
こ
な
い

の
だ
が
、
そ
う
し
た
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
『
古
事
記
」
『
日
本
書
紀
』

の
価
値
を
見
い
だ
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
再
三
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
当
時
の
思
考
の
中
に
神
話
的
な
思
考
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
中
、
こ
う
し
た
美
貌
と
い
う
人
間
の
持
つ
有
限
性
や
権
力
へ
の
人

間
的
な
欲
望
な
ど
を
軸
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
こ
に
記
紀
の
描
く
新
し
い
人
間
像
が
あ
る
か
ら
で
あ

る。
政
治
的
な
書
物
で
あ
り
な
が
ら
人
間
的
な
も
の
が
含
ま
れ
る
の
は
、
逆
説
的
だ
が
、
そ
れ
ら
の
伝
承
の
主
眼
が
政
治
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
の
っ
と
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
記
紀
に
お
い
て
は
伝
承
の
骨
格
は
動
か
せ
な
く
と
も
、
そ
の
具
体
的
な
表
現
は
あ
る
程
度
自



由
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
結
局
記
紀
に
お
い
て
こ
う
し
た
人
間
的
な
も
の
が
描
か
れ
る
の
は
、
「
天
皇
の
世
界
」
を
描
こ
う
と
す
る
目
的

か
ら
は
は
ず
れ
て
は
い
な
い
か
ぎ
り
は
か
ま
わ
な
い
の
だ
と
も
言
え
る
。
あ
る
い
は
、
「
天
皇
の
世
界
」
を
描
こ
う
と
す
る
の
だ
が
、
結
局

は
描
き
き
れ
な
い
そ
の
裂
け
目
の
よ
う
な
部
分
に
表
れ
て
く
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

た
と
え
ば
、
先
の
サ
ホ
ピ
コ
・
サ
ホ
ピ
メ
伝
承
で
も
主

眼
は
反
乱
伝
承
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
ず
れ
な
け
れ
ば
よ
い
。
反
乱
が
兄
妹
に
よ
る
天
皇
暗
殺
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
反
乱
の
き

っ
か
け
に
呪
的
な
論
理
が
あ
ろ
う
が
人
間
的
な
論
理
が
あ
ろ
う
が
大
差
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。
伝
承
は
省
く
が
、
『
古
事
記
』

で
は
父
に
嫌
わ
れ
た
か
と
嘆
く
人
間
的
な
弱
さ
を
持

つ
英
雄
と
し
て
描
か
れ
、
『
日
本
書
紀
』

で
は
雄
叫
び
を
あ
げ
征
伐
に
向
か
う
超
人
的
な
英
雄
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
裂
け
目

の
両
側
に
あ
る
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
雑
駁
な
ま
と
ま
ら
ぬ
報
告
で
は
あ
る
が
、
『
古
事
記
』

の
世
界
と
、
研
究
の
現
在
に
つ
い
て
の
報
告
を
終
え
た
い
と
思
う
。

本
稿
は
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
の
『
グ
ロ

i
パ
リ
ゼ

l
シ
ョ
ン
の
文
脈
に
お
け
る
総
合
的
日
本
研
究
』
第
四
回
研
究
会
発
表
に
お
い
て
「
『
古
事

記
』
の
世
界
|
|
神
・
人
・
世
界
観
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
と
題
し
て
、
『
古
事
記
』
の
紹
介
と
研
究
の
現
在
に
つ
い
て
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。

文
中
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
(
一
九
九
八
年
五
月
十
八
日
、
於
女
子
聖
学
院
翠
耀
会
会
議
室
)

『古事記Jの世界283 


